
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

藤
原
広
嗣
の
乱
の
基
礎
的
考
察
　
籠
竃
鷺
賑
酬
㌶
噛
飾
聾
講
翻

　
　
－
栄
原
．
長
両
氏
説
に
接
し
て
ー
　
　
　
　
　
○
広
嗣
、
綱
手
、
多
胡
古
麻
呂
が
三
道
よ
り
進
発
し
た
時
期
と
起
点
及
び
目
的
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
板
積
河
畔
に
結
集
し
た
広
嗣
側
勢
力
の
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
　
　
條
　
　
秀
　
　
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
史
料

　
　
　
　
　
　
　
一
、
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
行
論
の
便
宜
上
、
論
点
に
関
す
る
続
紀
の
記
載
を

察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掲
げ
て
お
く
。

縫
天
平
＋
二
年
八
月
、
僧
正
玄
肪
法
師
、
右
衛
士
督
下
道
朝
臣
真
備
を
弾
劾
す
九
月
二
＋
四
日
条

噸
聾
破
誘
鰹
轟
藷
雛
脳
霞
讐
纏
A
竃
繋
等
藻
羅
馴
爬
難
長
猷
彗
竃
計
　
－

嚇
反
乱
の
過
程
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
史
料
と
し
て
は
古
代
を
通
じ
て
も
稀
　
　
　
着
箭
二
隻
逃
鼠
野
裏
　
生
虜
登
美
．
板
積
．
京
都
三
慮
営
兵
一
千
七
百
六

嚥
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
、
」
れ
ま
で
多
く
の
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
　
＋
ま
器
隼
七
事

鯨
蕊
蔑
竃
㌶
聾
海
離
劇
纏
麗
珊
竃
B
酬
璃
竃
郡
少
領
外
正
八
位
上
額
田
部
広
麻
呂
藷
兵
冊
虫

隼
人
参
加
の
意
味
、
郡
司
層
の
関
与
と
そ
の
兵
力
、
大
宰
府
の
軍
事
力
等
．
か
c
又
責
使
従
五
位
上
佐
伯
宿
称
常
人
従
五
位
下
安
倍
朝
臣
虫
麻
量

　
ら
、
古
代
に
お
け
る
筑
紫
と
遭
政
権
と
の
関
係
に
ま
で
及
び
、
ま
．
Σ
に
多
　
謹
人
廿
四
人
井
軍
士
四
千
入
考
月
廿
一
」
発
渡
竃
藷
亘

　
岐
多
彩
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
人
等
将
後
到
兵
尋
遮
発
渡

　
　
し
か
し
研
究
史
を
通
観
し
て
み
る
と
、
多
岐
な
る
が
故
に
意
外
に
全
体
像
が
　
　
D
又
間
諜
申
云
　
広
嗣
訟
遠
珂
郡
家
造
軍
増
儲
兵
湾
　
而
孝
蜂
水
撒
発
国
内

　
不
明
確
な
こ
と
に
気
が
つ
く
。
ま
た
乱
の
過
程
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
諸
説
紛
　
　
　
浜
　

　
々
た
る
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
か
ね
て
よ
り
整
理
す
べ
き
機
会
を
　
九
月
二
十
五
日
条

　
う
か
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
時
、
栄
原
永
遠
男
、
長
洋
一
両
氏
の
論
考
に
接
　
　
E
大
将
軍
東
人
等
言
　
豊
前
国
京
都
郡
大
領
外
従
七
位
上
楮
田
勢
麻
呂
　
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
し
、
ま
た
機
会
も
与
え
ら
れ
た
た
め
広
嗣
の
乱
の
再
検
討
を
行
な
っ
て
み
た
。
　
　
　
兵
五
百
騎
　
仲
津
郡
擬
少
領
無
位
膳
東
人
　
兵
八
十
人
　
下
毛
郡
擬
少
領

2
3{
稿
で
は
そ
の
中
で
も
乱
の
過
程
を
中
心
に
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
が
、
　
　
　
無
位
勇
山
伎
美
麻
呂
　
筑
城
郡
擬
少
領
外
大
初
位
上
佐
伯
豊
石
　
兵
七
十



2
4
@
　
　
人
．
諌
帰
官
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
か
ら
し
て
三
～
四
日
前
で
あ
る
こ
と
、
「
又
」
字
で
連
が
る
事
項
は
本
来
別

　
　
　
F
又
豊
前
国
百
姓
豊
国
秋
山
等
殺
逆
賊
三
田
塩
籠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
の
報
告
書
で
あ
っ
た
も
の
を
、
続
紀
編
纂
時
に
同
類
事
項
と
し
て
同
日
条
に

　
　

f
又
圭
郡
擬
大
領
紀
宇
麻
呂
笠
三
人
共
謀
舞
徒
首
四
級
・
合
叙
し
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
等
を
論
証
さ
れ
た
．

　
九
月
二
十
九
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
至
当
と
考
え
ら
れ
る
が
、
広
嗣
の
乱
に
関
す
る
先
行

　
　
　
皇
筑
紫
府
管
内
諸
国
官
人
百
姓
書
逆
人
広
嗣
小
来
凶
悪
（
中
略
）
已
諸
説
の
多
く
は
、
氏
説
以
後
に
あ
．
て
も
こ
の
点
に
あ
ま
り
留
意
せ
ず
に
叙
述

　
　
　
藁
誰
知
彼
国
又
聞
或
有
逆
入
捉
嚢
冷
会
遭
故
更
遣
勅
さ
れ
て
い
る
如
き
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
．
て
近
時
栄
原
氷
遠
男
．
長
詳
⊂
）
両

　
　
　
符
数
＋
采
撒
響
国
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
は
坂
本
氏
の
視
点
に
従
い
、
乱
の
時
間
的
経
過
を
克
明
に
考
察
さ
れ
た
。
特

　
　
十
月
九
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
栄
原
氏
は
詳
細
に
前
後
関
係
を
復
元
整
理
さ
れ
、
も
は
や
付
加
す
べ
き
点
は

　
　
　
1
大
将
軍
東
人
笠
言
　
逆
賊
藤
原
広
嗣
茎
衆
一
万
許
騎
剖
板
積
逼
　
広
嗣
親
　
無
き
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
な
お
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
　
　
　
自
率
隼
人
軍
為
前
鋒
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
い
さ
さ
か
屋
上
屋
の
さ
ら
に
屋
と
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
両
氏

樹
　
　
J
又
降
服
隼
人
贈
燃
君
多
理
志
佐
申
云
　
逆
賊
広
嗣
謀
云
　
灸
三
道
往
　
即
　
説
に
導
か
れ
つ
つ
今
一
度
乱
の
経
過
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
い
。

秀
鯨
嗣
竃
難
竃
露
纏
軍
轟
鑓
竃
　
壽
説
検
討

條
　
呂
蕊
所
．
譜
河
道
往
但
広
嗣
之
衆
到
来
鎮
所
綱
手
多
胡
古
麻
呂
床
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
到
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
先
行
諸
説
を
検
討
し
つ
つ
最
も
詳
細
な
跡
づ
け
を
さ
れ
た
栄
原
氏
説
の

北
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
論
部
分
に
よ
り
、
氏
の
復
元
案
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
史
料
を
続
紀
に
限
り
、
か
つ
同
一
条
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
た
の
は
既
に
坂
　
イ
広
嗣
は
八
月
下
旬
に
上
表
文
を
提
出
、
八
月
二
十
九
～
三
十
日
に
は
挙
兵
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
本
太
郎
氏
の
指
摘
が
存
す
る
故
で
あ
る
。
即
ち
坂
本
氏
は
広
嗣
関
係
史
料
と
し
　
　
ふ
み
き
る
。
°

　
　
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
『
松
浦
廟
宮
本
縁
起
』
に
関
し
、
お
そ
ら
く
　
ロ
広
嗣
は
三
軍
を
編
成
し
、
三
道
よ
り
鎮
所
を
め
ざ
し
進
撃
を
開
始
し
た
。

　
　
は
鎌
倉
時
代
後
半
、
元
冠
以
後
を
上
限
と
し
鎌
倉
末
ま
で
に
成
立
し
た
神
宮
知
　
ハ
九
月
中
旬
、
広
嗣
は
遠
珂
郡
家
に
前
進
基
地
と
し
て
軍
営
を
設
け
、
筑
前
国

　
　
識
無
怨
寺
の
自
己
主
張
・
権
益
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
中
の
広
　
　
内
の
兵
を
徴
発
し
た
。

　
　
嗣
に
関
す
る
人
物
評
・
上
表
文
・
乱
の
経
過
な
ど
は
い
ず
れ
も
後
世
の
造
作
で
　
二
広
嗣
軍
が
鎮
所
に
到
達
し
た
と
き
綱
手
・
古
麻
呂
両
軍
は
未
到
で
あ
っ
た
。

　
　
あ
り
真
正
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
又
、
続
紀
に
つ
い
て
も
後
　
　
豊
後
国
経
由
の
綱
手
軍
は
ま
も
な
く
合
流
す
る
が
、
古
麻
呂
軍
は
つ
い
に
合

　
　
世
の
編
纂
書
で
あ
る
が
故
の
編
纂
上
の
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
具
　
　
流
し
え
な
か
っ
た
。
そ
の
時
期
は
三
鎮
陥
落
以
前
で
あ
る
。

　
　
体
的
に
は
、
大
将
軍
大
野
東
人
の
報
告
記
事
の
日
付
は
報
告
書
が
政
府
に
到
達
　
ホ
政
府
軍
は
関
門
海
峡
を
わ
た
り
、
九
月
二
十
～
二
十
一
日
ご
ろ
三
鎮
を
陥
落

　
　
し
た
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
事
項
の
生
起
は
当
時
の
九
州
⊥
並
塑
泉
間
馳
駅
の
日
　
　
さ
せ
、
広
嗣
軍
は
惨
敗
す
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
へ
そ
の
後
、
政
府
軍
の
後
続
部
隊
は
九
月
二
十
一
日
、
二
十
二
日
と
上
陸
し
て
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
力
を
増
強
し
、
板
積
鎮
に
幕
営
を
定
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
付
加
す
れ
ば
、
二
十
一
～
二
日
に
渡
海
し
た
政
府
軍
は
四
千
人
強
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
三
鎮
陥
落
．
広
嗣
軍
惨
敗
に
よ
り
、
豊
前
国
の
郡
司
層
は
兵
を
率
い
、
続
々
　
あ
り
、
大
将
軍
大
野
東
人
は
後
続
を
待
っ
て
長
門
に
留
ま
っ
て
い
た
（
史
料
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
政
府
軍
に
来
帰
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
）
。
こ
れ
に
対
し
板
積
河
合
戦
時
の
政
府
軍
は
六
千
余
人
で
あ
り
、
郡
司
等

　
　
　
　
　
　
　
　
チ
広
嗣
は
そ
の
後
体
制
を
立
て
直
し
、
十
月
五
、
六
日
ご
ろ
に
は
板
積
河
西
岸
　
の
来
帰
を
考
え
る
古
ご
十
一
・
二
日
に
渡
海
し
た
の
は
当
時
の
中
央
政
府
軍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
進
出
し
政
府
軍
と
対
峙
す
る
が
、
佐
伯
常
人
と
の
応
酬
に
敗
れ
、
総
崩
れ
　
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
以
前
に
三
鎮
攻
略
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
な
い
う
る
政
府
軍
を
算
出
す
る
余
地
は
な
い
。
郡
司
層
の
活
動
に
よ
り
三
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
、
長
洋
一
氏
説
は
ど
う
か
。
氏
説
の
主
題
は
周
防
灘
沿
岸
郡
司
層
の
動
　
が
陥
落
し
た
後
、
政
府
軍
が
上
陸
し
、
板
積
を
本
営
と
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
向
の
位
置
づ
け
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
栄
原
氏
の
如
く
克
明
に
経
過
を
追
っ
　
る
。

　
　
　
　
　
　
察
た
も
の
で
は
な
い
が
、
大
よ
そ
次
の
如
く
整
理
さ
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
右
に
関
連
し
、
三
鎮
攻
防
戦
に
お
い
て
広
嗣
・
綱
手
軍
が
惨
敗
し
た
と
す
る

　
　
　
　
　
　
酵
リ
広
嗣
は
九
月
中
旬
遠
珂
郡
家
に
軍
営
を
設
ぴ
国
貞
墾
芝
と
す
る
．
栄
原
説
（
ニ
ト
）
も
否
定
的
で
あ
る
。
氏
は
板
積
河
合
戦
時
の
広
嗣
軍
芳

　
　
　
　
　
　
礎
ヌ
九
月
二
十
日
ご
ろ
に
は
周
防
灘
沿
岸
郡
司
層
の
兵
力
に
よ
っ
て
三
鎮
が
陥
落
　
許
騎
と
贈
燃
君
多
理
志
佐
の
証
言
（
史
料
J
）
に
あ
る
広
嗣
軍
五
千
・
綱
手
軍

　
　
　
　
　
　
峰
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
千
の
総
計
が
合
致
す
る
こ
と
・
逃
亡
に
お
い
て
両
者
が
行
動
を
共
に
し
た
と
　
　
3

　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
　
　
媚
　
ル
右
を
う
け
て
二
十
一
、
二
日
に
政
府
軍
が
渡
海
し
三
鎮
を
掌
握
す
る
。
　
　
　
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
合
流
を
想
定
し
、
豊
後
国
よ
り
往
っ
た
綱
手

　
　
　
　
　
　
繭
ヲ
広
嗣
は
事
態
を
回
復
せ
ん
と
し
て
三
道
よ
り
兵
を
発
し
三
鎮
に
向
う
が
、
最
が
板
積
鎮
に
て
広
嗣
と
A
。
流
し
う
る
に
は
道
筋
か
ら
み
て
三
鎮
陥
落
以
前
で
な

、
　
願
議
剛
雛
鷺
鞍
が
元
し
て
大
き
な
く
い
違
い
を
み
誘
醗
詩
誌
賎
ハ
肌
護
竃
竃
竃
竪
騨

　
　
　
　
　
　
　
せ
て
い
る
部
分
が
、
何
箇
所
か
あ
る
。
以
下
節
を
画
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
九
月
二
十
日
ご
ろ
に
想
定
さ
れ
る
三
鎮
陥
落
時
に
適
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ω
　
三
鎮
攻
防
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
も
そ
も
「
三
鎮
攻
防
戦
で
惨
敗
し
た
」
反
乱
軍
が
、
進
発
時
の
軍
容
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
三
鎮
を
攻
略
し
た
勢
力
で
あ
る
が
、
栄
原
氏
は
中
央
政
府
軍
と
す
る
　
ま
ま
半
月
後
ま
で
維
持
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ホ
・
へ
）
の
に
対
し
、
長
氏
は
京
都
郡
大
領
桔
田
勢
麻
呂
な
ど
豊
前
な
い
し
　
　
三
鎮
陥
落
に
際
し
て
は
特
記
す
べ
き
戦
闘
の
行
な
わ
れ
た
形
跡
が
存
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
周
防
灘
沿
岸
の
在
地
諸
勢
力
で
あ
っ
た
（
ヌ
・
ル
）
と
す
る
。
栄
原
氏
が
中
央
　
こ
と
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
鎮
長
・
大
小
長
な
ど
広
嗣
・
綱
手
に
比
し

　
　
　
　
　
　
　
政
府
に
よ
る
攻
略
と
さ
れ
た
論
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
九
月
廿
四
日
条
を
　
て
は
る
か
に
小
者
の
存
在
ま
で
追
求
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。
総
司
令
官
た
る
広

　
　
　
　
　
　
　
素
直
に
読
め
ば
、
事
態
は
A
B
C
の
順
に
進
ん
だ
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
嗣
・
綱
手
が
参
戦
し
て
い
た
の
な
ら
、
続
紀
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
な
い
の
は

　
　
　
　
　
　
　
長
氏
は
三
鎮
兵
士
が
、
さ
し
た
る
戦
闘
の
形
跡
も
な
く
生
虜
さ
れ
た
の
は
、
　
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
2
5
　
「
当
土
の
兵
」
よ
り
な
る
鎮
兵
と
攻
撃
側
の
郡
司
軍
と
の
地
縁
的
血
縁
的
融
合
　
　
以
上
に
よ
り
、
広
嗣
軍
と
綱
手
軍
は
三
鎮
陥
落
以
前
に
合
流
し
三
鎮
の
防
備



　
　
　
　
2
6
　
を
固
め
た
が
中
央
政
府
軍
に
よ
っ
て
惨
敗
し
た
、
と
の
栄
原
説
，
は
首
肯
し
得
な
　
有
し
て
い
る
。
こ
の
数
が
天
平
期
に
適
用
し
う
る
と
す
れ
ば
、
筑
前
．
豊
後
両

　
　
　
　
　
　
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
兵
は
計
五
千
六
百
人
で
あ
る
。
大
隅
・
薩
摩
は
お
そ
ら
く
隼
人
兵
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
②
　
遠
珂
軍
営
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
板
積
河
合
戦
時
に
「
降
服
隼
人
二
十
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
次
に
遠
珂
軍
営
の
位
置
付
で
あ
る
。
広
嗣
が
遠
珂
郡
家
に
軍
営
を
設
け
国
内
　
れ
が
隼
人
軍
の
全
部
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
多
数
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
想

　
　
　
　
　
　
兵
を
徴
し
た
の
が
九
月
半
ぽ
で
あ
る
こ
と
は
両
氏
と
も
一
致
し
て
い
る
・
間
諜
定
さ
せ
㍗
と
す
れ
ば
広
嗣
の
率
い
た
筑
前
・
豊
後
の
兵
は
、
そ
の
定
員
の
大

　
　
　
　
　
　
の
報
告
が
二
十
四
日
条
に
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
、
た
と
え
続
紀
編
　
部
分
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
遠
珂
軍
営
で
徴
発
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
者
に
よ
る
合
叙
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
報
告
内
容
は
探
索
に
要
し
た
日
数
を
考
　
　
（
筑
前
）
国
内
兵
は
、
正
規
兵
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
え
れ
ぽ
九
月
二
十
日
以
前
の
事
情
で
あ
る
こ
と
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
広
嗣
の
　
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
、
挙
兵
し
て
半
月
以
上
も
経
て
か
ら
軍
団
兵
士
（
そ
れ

　
　
　
　
　
　
行
動
過
程
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
三
軍
進
発
時
の
理
解
と
相
侯
っ
て
、
や
や
　
も
お
膝
下
の
筑
前
兵
）
を
召
集
す
る
の
で
は
、
い
か
に
広
嗣
が
無
計
画
で
あ
っ

　
　
@
　�
｡
竃
竃
を
三
軍
の
発
進
地
と
み
る
先
行
諸
説
に
関
し
て
璽
原
㌫
聾
籠
誘
し
顯
類
詩
饗
以
外
の
い
わ
ぽ
予
備

　
　
　
　
　
　
に
よ
り
そ
の
方
向
性
に
問
題
あ
り
と
の
指
摘
が
為
さ
れ
て
い
る
。
遠
珂
よ
り
鞍
　
　
遠
珂
軍
営
に
お
け
る
広
嗣
の
行
動
で
は
今
一
つ
、
蜂
火
を
挙
げ
て
兵
を
徴
発
し

　
　
　
　
秀
手
道
゜
田
河
道
を
往
く
の
で
は
大
宰
府
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
。
豊
後
国
経
由
　
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
古
代
に
お
い
て
戦
時
に
峰
火
を
用
い
た
の
は
、
こ
の
時
の

－
　
廉
に
至
っ
て
は
論
外
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
通
常
、
．
ら
こ
と
を
以
っ
て
馨
響
軍
団
曇
に
　
　
4

　
　
　
　
ー
　
　
次
に
徴
発
せ
ん
と
し
た
国
内
兵
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
説
は
軍
団
兵
士
と
し
、
　
お
け
る
峰
火
の
使
用
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
私
見
の
如
く
予
備
役
的
兵
士
を
徴
発
し

　
　
　
　
北
広
嗣
率
い
る
筑
前
国
の
兵
と
同
じ
と
し
て
い
る
が
、
横
田
健
一
氏
は
「
す
で
に
　
た
の
で
あ
れ
ば
、
軍
団
と
は
直
結
し
な
い
。
軍
防
令
を
検
ず
る
に
、
蜂
が
軍
団
召

　
　
　
．
　
　
豊
前
の
登
美
、
板
積
、
京
都
三
処
の
営
兵
一
千
七
百
六
十
七
名
が
生
虜
に
さ
れ
　
集
の
手
段
と
解
さ
れ
る
条
文
は
存
在
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
蜂
の
使
用
法
を
定
め
る
の

　
　
　
　
　
　
た
あ
と
で
あ
る
か
ら
、
軍
団
・
鎮
の
専
門
の
兵
士
と
い
う
よ
り
は
、
民
間
か
ら
　
み
で
あ
る
。
滝
川
政
次
郎
氏
に
よ
れ
ぽ
日
本
の
怪
制
は
唐
に
比
し
て
粗
漏
で
あ

　
　

@
　
@
　･
発
す
る
罐
士
経
験
の
あ
る
百
姓
兵
で
あ
．
た
と
さ
れ
る
．
三
鎮
兵
士
千
七
つ
い
）
か
つ
海
外
よ
り
の
敵
襲
を
報
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
百
余
名
が
生
虜
ら
れ
た
あ
と
で
あ
る
か
ら
と
い
う
氏
の
論
拠
は
、
す
で
に
見
た
　
う
。
事
実
文
献
上
峰
の
設
置
が
認
め
ら
れ
る
の
は
高
安
．
高
見
．
春
日
等
の
畿
円

　
　
　
　
　
　
如
く
遠
珂
軍
営
に
て
広
嗣
が
兵
を
徴
発
し
て
い
た
の
が
九
月
中
旬
、
即
ち
三
鎮
　
を
除
け
ぽ
出
雲
・
隠
岐
・
対
馬
・
壱
岐
．
筑
前
．
肥
前
．
豊
後
等
．
北
部
九
州
及

　
　
　
　
　
　
陥
落
前
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
従
い
え
な
い
。
し
か
し
民
間
か
ら
兵
士
経
験
者
を
　
び
山
陰
道
に
限
ら
れ
る
。
対
蝦
夷
用
の
蜂
設
置
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
併
せ

　
　
@
　@
　 ･
麟
萎
鞠
竃
繍
露
ボ
ぽ
広
嗣
は
大
隅
讐
゜
筑
露
麓
抽
霞
⊇
鷲
鰭
ぽ
麿
翼
霞
醗

　
　
　
　
　
　
前
゜
豊
後
等
国
軍
五
千
人
を
率
い
る
と
あ
る
・
弘
仁
四
年
八
月
九
日
官
待
に
よ
改
め
て
検
討
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
と
は
広
嗣
の
動
員
権
、

　
　
　
　
　
　
れ
ぽ
、
筑
前
国
は
四
団
四
千
人
、
豊
後
国
は
二
団
一
千
六
百
人
の
軍
団
兵
士
を
　
ひ
い
て
は
大
宰
府
の
軍
事
権
に
も
関
与
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
稿
を



　
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
問
題
点
の
指
摘
の
み
に
と
ど
め
る
。
　
　
麻
呂
未
到
」
と
い
う
「
鎮
所
未
到
」
に
関
す
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
時
間

　
　
　
さ
て
遠
珂
軍
営
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
鎮
所
と
み
な
す
説
も
あ
る
が
、
こ
の
　
的
に
は
前
者
と
後
者
と
の
間
に
何
日
か
の
隔
り
が
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

　
　
こ
と
は
三
軍
進
発
時
の
問
題
と
密
接
に
絡
む
故
、
そ
ち
ら
で
考
察
し
た
い
。
　
　
現
存
史
料
を
も
っ
て
し
て
語
る
場
合
に
は
、
降
服
の
直
前
ま
で
に
多
理
志
佐
が

　
③
　
贈
燃
君
多
理
志
佐
証
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
知
り
得
た
情
報
と
み
る
他
は
な
い
。
即
ち
「
鎮
所
未
到
」
と
は
板
積
河
合
戦
直

　
　
　
次
に
広
嗣
、
綱
手
、
多
胡
古
麻
呂
に
率
い
ら
れ
た
三
軍
の
問
題
に
移
ろ
う
。
　
前
の
状
況
と
せ
ざ
る
を
え
ま
い
。
勿
論
、
続
紀
編
者
が
「
鎮
所
未
到
」
以
後
の

　
　
先
に
整
理
し
た
如
く
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
栄
原
氏
（
ロ
）
と
濠
氏
（
ヲ
）
で
　
証
言
を
採
録
し
な
か
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
前
提
に
立
論
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
は
大
き
な
異
な
り
を
み
せ
て
い
る
。
長
説
は
小
田
富
士
夫
氏
の
説
を
う
け
て
三
　
る
の
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
軍
進
発
を
三
鎮
陥
落
後
と
す
る
が
、
栄
原
氏
は
通
説
ど
お
り
挙
兵
時
の
こ
と
と
　
　
贈
咲
君
多
理
志
佐
の
証
言
時
期
を
右
の
如
く
に
確
定
し
た
上
で
「
三
軍
進
発
」

　
す
る
。
問
題
は
多
理
志
佐
証
言
の
解
釈
如
何
で
あ
る
故
、
今
一
度
史
料
J
を
詳
　
　
「
鎮
所
未
到
」
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

察
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
鎮
所

鯖
多
理
志
佐
証
言
口
の
検
討
は
、
証
言
、
が
為
さ
れ
た
時
期
と
証
言
．
内
容
の
時
期
と
ま
ず
鎮
所
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
説
は
板
竃
を
し
て
鎮
所
に

礎
　
の
確
定
に
つ
き
る
。
ま
ず
証
言
が
な
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
板
積
河
　
比
定
し
て
い
る
。
栄
原
氏
も
ま
た
「
三
鎮
（
も
し
く
は
そ
の
一
つ
）
」
と
慎
重

腿
合
戦
の
直
後
と
み
る
べ
き
で
あ
る
．
違
志
佐
は
翌
天
平
＋
三
年
閏
三
月
乙
卯
な
言
い
ま
わ
し
を
し
な
が
ら
c
論
旨
か
ら
み
れ
ぽ
掻
鎮
を
想
定
し
て
い
る
　
5

鮨
に
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
広
嗣
の
乱
に
関
し
て
の
叙
位
　
こ
と
は
明
ら
か
鞍
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
久
米
邦
武
は
遠
珂
軍
営
を
想
定
し
て
い

綱
で
あ
る
。
も
し
多
理
志
佐
の
降
服
が
A
．
戦
後
智
を
経
た
時
期
で
あ
れ
ば
、
む
る
よ
う
で
あ
る
。
栄
原
氏
は
久
米
説
に
対
し
「
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
B

原
し
ろ
残
党
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
外
五
位
を
も
っ
て
褒
賞
さ
れ
　
軍
（
1
綱
手
軍
－
筆
者
注
）
は
、
中
央
政
府
軍
の
上
陸
が
予
想
さ
れ
る
企
救
半

藤
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
芳
、
合
戦
の
前
旬
日
蕩
る
こ
と
皇
え
ら
れ
な
い
。
島
付
近
に
到
達
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
布
陣
す
る
こ
と
な
く
・
そ
の
一
帯
を
通
過

　
彼
の
証
言
内
容
は
反
乱
軍
の
軍
事
力
構
成
を
知
り
う
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
　
し
て
し
ま
っ
て
、
い
わ
ぽ
敵
に
背
を
み
せ
な
が
ら
遠
珂
郡
家
へ
移
動
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
遠
珂
郡
家
に
お
け
る
広
嗣
の
動
向
に
比
し
て
も
格
段
の
重
要
性
を
有
す
情
報
が
　
に
な
る
。
こ
れ
は
不
自
然
」
と
し
て
遠
珂
郡
家
説
を
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、

　
事
前
に
入
手
し
え
た
の
な
ら
、
大
野
東
人
は
当
然
即
座
に
奏
言
し
た
で
あ
ろ
う
　
氏
が
「
企
救
半
島
付
近
に
到
達
し
な
が
ら
」
と
さ
れ
た
根
拠
は
不
明
な
が
ら
も
・

　
し
、
続
紀
編
者
も
ま
た
特
記
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
の
降
服
を
河
中
泳
来
の
　
豊
後
国
経
由
で
は
板
積
鎮
（
現
在
の
北
九
州
市
小
倉
北
区
到
津
に
比
定
さ
れ
る
）

　
隼
人
あ
る
い
は
「
降
服
隼
人
二
十
人
」
の
中
に
含
む
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
　
に
向
う
の
も
、
遠
珂
郡
家
（
遠
賀
川
中
流
域
と
推
定
さ
れ
エ
『
）
に
向
う
も
・
方

　
合
戦
中
を
も
含
む
広
嗣
軍
潰
走
の
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
従
っ
　
角
ち
が
い
と
い
う
点
に
お
い
て
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
鞍
手
道
は
勿

　
　
て
そ
の
証
言
の
時
期
は
、
お
そ
く
て
も
合
戦
直
後
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
論
、
田
河
道
も
遠
賀
川
中
流
域
に
は
至
便
な
方
向
で
あ
る
。

　
　
次
に
証
言
内
容
の
時
期
で
あ
る
。
証
言
内
容
は
広
嗣
、
綱
手
、
古
麻
呂
率
い
　
　
一
方
長
氏
は
「
鎮
」
と
い
う
語
は
「
政
府
へ
抵
抗
す
る
も
の
を
抑
圧
す
る
た

2
7
@
る
三
軍
の
進
発
に
関
す
る
部
分
と
、
「
但
広
嗣
之
衆
到
来
鎮
所
　
綱
手
多
胡
古
　
め
の
拠
点
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
性
格
」
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
反
乱



四
軍
の
拠
点
を
政
府
側
の
記
録
で
鎮
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
（
↓
ど
し
て
、
間
接
府
側
の
認
識
に
よ
る
用
語
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
関
し
て
は
、
板
積
鎮

　
的
で
は
あ
る
が
遠
珂
鎮
所
説
を
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
論
拠
た
り
’
は
す
で
に
政
府
軍
が
制
し
て
お
り
、
広
嗣
軍
は
鎮
そ
の
も
の
に
は
到
達
し
て
い

　
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
続
紀
に
は
「
広
嗣
於
遠
珂
郡
家
造
軍
営
」
と
あ
る
こ
と
　
な
い
。
従
っ
て
広
嗣
側
か
ら
み
た
鎮
所
と
は
鎮
の
近
辺
芝
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
は
既
に
再
三
述
べ
て
き
た
が
、
「
軍
営
」
は
軍
防
令
に
あ
る
立
派
な
律
令
用
語
　
具
体
的
に
は
板
慣
河
西
岸
へ
の
到
達
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
で
あ
る
。
明
ら
か
な
る
反
乱
軍
の
拠
点
を
律
令
用
語
を
も
っ
て
「
軍
営
」
と
称
　
　
以
上
、
鎮
所
と
は
板
積
鎮
（
近
辺
）
で
あ
り
、
鎮
所
未
到
と
は
板
積
河
西
岸

　
　
す
る
以
上
、
「
鎮
所
」
の
語
を
反
乱
軍
側
に
用
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
　
　
　
　
へ
の
結
集
状
況
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
。

　
　
　
以
上
、
栄
原
、
長
両
氏
の
論
拠
で
は
久
米
説
を
否
定
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
⑤
　
鎮
所
未
到

　
板
積
鎮
を
鎮
所
と
す
る
に
は
別
の
論
拠
が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
「
鎮
所
未
到
」
の
時
期
及
び
そ
の
後
の
状
況
は
ど
う
か
。
栄
原
氏
は
九

　
　
鎮
所
の
語
は
他
に
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
と
陸
奥
国
に
お
け
る
そ
れ
と
が
　
月
二
十
日
以
前
で
あ
り
、
か
つ
間
も
な
く
綱
手
軍
は
合
流
し
た
と
さ
れ
る
。
鎮

　
知
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
天
平
四
年
八
月
山
陰
道
他
四
道
に
設
置
さ
れ
た
節
度
　
所
を
板
積
鎮
と
す
る
か
ぎ
り
（
氏
も
板
積
と
し
て
い
る
）
そ
の
時
期
は
三
鎮
陥

樹
使
の
・
石
見
国
に
お
け
る
滞
在
地
と
考
え
ら
れ
缶
後
者
は
陸
奥
鎮
守
府
の
前
落
前
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
合
流
は
あ
り
え
た
か
。
再
三
述

　
身
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
近
年
論
議
が
高
ま
り
、
第
一
線
の
　
べ
る
如
く
「
鎮
所
未
到
」
が
合
戦
直
前
の
状
況
で
あ
れ
ぽ
合
流
は
行
な
わ
れ
な

秀
前
進
基
地
と
み
る
見
解
、
鎮
守
府
お
よ
び
そ
の
支
配
の
及
ぶ
行
政
範
囲
と
み
る
　
か
っ
た
と
解
す
以
外
に
な
い
。
合
流
説
の
根
拠
は
合
戦
時
広
嗣
軍
の
員
数
と
進

條
羅
ぱ
纏
　
籠
蘇
婿
鱗
竃
竃
籔
罐
翼
霞
灘
四
纏
曇
㍊
議
繍
露
繰
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北
軍
等
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
軍
事
指
揮
官
な
い
し
軍
政
官
の
駐
留
す
べ
き
地
　
後
道
を
と
ろ
う
が
、
日
田
か
ら
山
国
川
に
沿
い
吉
富
町
へ
出
る
道
を
と
ろ
う
が
、

　
　
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
広
嗣
の
乱
に
お
け
る
　
そ
れ
よ
り
は
田
河
道
を
往
く
古
麻
呂
軍
の
方
が
、
よ
ほ
ど
板
積
に
は
近
い
の
で

　
　
政
府
軍
は
板
積
鎮
を
主
た
る
軍
営
と
な
し
た
こ
と
は
史
料
C
に
よ
っ
て
明
白
で
　
あ
る
。
古
麻
呂
軍
が
そ
っ
く
り
行
方
不
明
に
で
も
な
ら
な
い
限
り
、
も
し
合
流

　
　
あ
る
。
従
っ
て
鎮
所
と
は
三
鎮
の
総
称
で
も
遠
珂
軍
営
で
も
な
く
、
板
積
鎮
こ
　
が
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
田
河
道
経
由
古
麻
呂
軍
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
多
理
志
佐
が

　
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
多
理
志
佐
の
証
言
内
容
を
合
戦
直
前
　
　
「
不
知
所
率
軍
数
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
（
そ
れ
が
続
紀
編
者
の
注
で
は

　
　
の
状
況
と
す
る
立
場
と
も
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鎮
所
の
語
の
使
用
　
な
い
か
ぎ
り
）
古
麻
呂
軍
が
合
流
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即

　
が
反
乱
軍
側
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
板
積
鎮
は
政
府
軍
の
手
中
に
あ
．
ち
圭
目
木
魂
氏
の
記
す
如
く
板
積
河
の
A
．
戦
は
広
嗣
軍
単
独
で
行
な
わ
れ
た
．
」

　
　
た
こ
と
に
つ
い
て
は
二
三
口
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
前
者
は
あ
た
か
も
広
嗣
　
と
に
な
る
。

　
側
が
鎮
所
の
語
を
使
用
し
た
か
に
み
え
る
が
、
実
際
は
多
理
志
佐
の
証
言
を
大
　
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
場
合
は
「
広
嗣
の
衆
が
一
万
余
騎
で
あ
る
こ
と
」
と
符
合

　
野
東
人
が
報
告
し
た
の
で
あ
り
、
か
つ
続
紀
編
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
　
し
な
く
な
る
。
進
発
時
に
五
千
人
で
あ
っ
た
広
嗣
軍
が
、
三
鎮
陥
落
、
豊
前
郡

　
　
を
考
慮
す
れ
ば
、
多
理
志
佐
が
鎮
所
の
語
を
使
用
し
た
と
み
る
よ
り
は
、
政
　
司
離
反
と
い
う
不
利
な
情
勢
の
中
、
人
数
を
倍
増
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
無



　
　
　
　
　
理
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
な
れ
ぽ
一
万
と
い
う
数
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
　
よ
り
の
進
発
」
と
「
鎮
所
へ
の
集
結
」
と
い
う
一
見
異
な
っ
た
ベ
ク
ト
ル
の
整

　
　
　
　
　
や
は
り
合
流
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。
　
　
　
　
　
合
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
三
鎮
防
備
で
あ
れ
奪
回
で
あ
れ
、
三
道
に
分

　
　
　
　
　
　
前
者
は
佐
伯
常
人
、
阿
譜
触
麻
呂
の
報
告
を
う
け
て
大
野
東
人
が
奏
上
文
を
　
か
れ
三
鎮
へ
向
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
軍
が
、
い
か
な
る
目
的
の
下
に
板
積
鎮
所

　
　
　
　
　
し
た
た
め
た
中
の
数
で
あ
る
。
そ
の
間
に
誇
張
が
生
ず
る
余
地
は
大
い
に
存
す
　
へ
結
集
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
先
行
諸
説
に
は
そ
の
説
明
は
な
い
。

　
　
　
　
　
る
。
政
府
軍
は
六
千
余
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
倍
す
る
反
乱
軍
を
さ
し
た
る
戦
　
　
史
料
C
を
み
る
か
ぎ
り
佐
伯
常
人
、
阿
倍
虫
麻
呂
に
率
い
ら
れ
る
隼
人
並
軍

　
　
　
　
　
闘
な
し
に
口
説
を
も
っ
て
離
散
せ
し
め
た
と
あ
れ
ぽ
、
そ
の
功
は
弥
増
の
印
象
　
士
四
千
余
人
は
、
板
積
鎮
を
め
ざ
し
て
渡
海
し
た
と
解
さ
れ
る
。
板
積
鎮
は
お

　
　
　
　
　
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
一
万
と
い
う
数
は
多
理
志
佐
証
言
の
広
嗣
、
　
そ
ら
く
到
津
駅
を
の
ぞ
み
大
宰
府
へ
通
ず
る
官
路
を
掌
握
す
る
要
地
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
綱
手
両
軍
の
計
に
等
し
い
だ
け
に
、
多
理
志
佐
証
言
よ
り
合
成
さ
れ
た
数
と
み
　
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
地
を
制
す
る
こ
と
は
反
乱
軍
政
府
軍
双
方
に
と
り
重
要
な

　
　
　
　
　
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一
万
と
い
う
数
に
は
余
り
拘
泥
し
な
い
方
が
よ
い
の
　
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
不
十
分
で

　
　
　
察
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
他
の
二
鎮
に
比
し
て
よ
り
重
要
で
あ
る
と
の
証
明
は
未
だ
な
さ
れ
て
い

　
　
　
膀
で
は
A
・
流
の
可
能
性
は
ど
う
か
。
綱
手
、
古
麻
呂
両
人
が
未
到
で
あ
る
こ
と
な
い
。
こ
こ
で
会
戦
時
の
描
写
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
広
嗣
は
勅
使
佐
伯
常
人

　
　
@
驚
働
鷲
購
梵
熟
鞠
蕊
駅
翼
鷲
轄
肌
驚
難
鷲
齢
⇔
誘
籔
擁
鰭
設
籠
竃
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し

，
　
　
嚇
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
已
上
　
何
故
発
兵
押
来
」
と
詰
問
し
、
広
嗣
は
弁
答
し
え
ず
し
て
却
還
し
た
結

　
　
　
繭
⑥
三
軍
進
発
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
果
、
続
々
と
投
降
者
が
出
、
広
嗣
軍
は
総
崩
れ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勝
敗
の
＾

　
　
@
願ﾉ
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に
長
氏
が
指
摘
す
る
如
く
、
十
月
六
日
ご
ろ
と
想
定
さ
れ
る
板
積
河
会
戦
時
に
　
に
な
る
。

　
　
　
　
　
未
到
で
は
、
そ
の
間
四
十
日
近
く
か
か
っ
た
日
数
の
解
釈
に
苦
し
む
。
そ
の
た
　
　
こ
の
召
換
命
令
は
広
嗣
以
下
主
だ
っ
た
連
中
の
手
に
渡
っ
て
い
た
に
ち
が
い

　
　
　
　
　
め
で
あ
ろ
う
栄
原
氏
は
続
紀
に
記
さ
れ
て
い
な
い
多
理
志
佐
証
言
の
後
半
部
分
　
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
何
故
発
兵
押
来
」
と
の
詰
問
に
ス
ゴ
ス
ゴ
引
き
下

　
　
　
　
　
を
推
理
し
、
綱
手
軍
の
三
鎮
陥
落
前
鎮
所
到
達
を
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
　
る
は
ず
が
な
い
。
広
嗣
は
一
方
に
武
力
を
も
っ
て
押
し
渡
る
意
図
を
い
だ
き
つ

　
　
　
　
　
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
小
田
富
士
雄
、
　
つ
、
一
方
に
反
乱
の
意
図
の
な
い
こ
と
を
説
明
せ
ん
が
た
め
、
召
換
さ
れ
た
地
、

　
　
　
　
　
長
両
氏
に
よ
る
三
鎮
奪
回
の
た
め
の
進
発
説
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
　
即
ち
政
府
軍
本
営
の
お
か
れ
た
板
積
鎮
所
に
軍
勢
を
進
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い

　
　
　
　
　
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
小
田
氏
は
論
拠
を
示
さ
ず
、
長
氏
は
周
防
灘
沿
岸
郡
司
　
か
。
そ
の
中
途
半
端
ゆ
え
に
、
一
面
、
万
と
い
う
（
疑
問
は
あ
る
が
）
軍
勢
を

　
　
　
　
　
層
の
離
反
と
い
う
大
き
な
誤
算
に
直
面
し
た
広
嗣
の
建
て
直
し
策
と
す
る
が
、
　
集
結
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
論
破
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ほ
と
ん

　
　
　
2
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や
や
抽
象
的
で
あ
る
。
加
え
て
両
氏
を
含
む
先
行
諸
説
に
お
い
て
は
、
「
三
道
　
ど
戦
わ
ず
し
て
離
散
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奪
回
に
せ
よ



3
0
@
防
備
に
せ
よ
三
鎮
に
三
軍
を
進
発
さ
せ
な
が
ら
、
板
積
鎮
所
へ
の
集
結
を
図
る
　
っ
た
ー
の
が
実
状
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
　
と
い
う
一
見
方
向
的
に
は
矛
盾
と
み
ら
れ
る
行
動
は
、
右
の
如
く
解
す
る
こ
と
　
⑦
　
板
積
河
畔
結
集

　
　
に
よ
り
理
解
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
軍
進
発
の
時
期
は
召
換
命
令
　
　
以
上
に
よ
り
三
軍
進
発
は
三
鎮
陥
落
、
政
府
軍
准
藍
後
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
の
発
せ
ら
れ
た
時
以
後
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ
の
時
期
は
、
政
府
軍
　
そ
れ
で
は
三
軍
進
発
の
目
的
及
び
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
単
に
板
積
鎮
に

　
　
が
板
積
に
本
営
を
構
え
た
時
期
以
後
、
即
ち
三
鎮
陥
落
後
と
な
る
と
思
う
。
　
　
向
け
て
結
集
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
こ
と
さ
ら
三
道
に
分
け
（
特
に
豊

　
　
　
三
軍
進
発
が
挙
兵
当
初
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
反
乱
軍
の
兵
力
構
成
か
ら
も
　
後
国
を
経
由
し
て
）
進
発
す
る
必
要
は
な
い
。
先
行
諸
説
が
時
期
及
び
経
路
に

　
　
類
推
し
得
る
。
進
発
時
の
兵
力
は
広
嗣
軍
五
千
、
綱
手
軍
五
千
と
記
さ
れ
て
る
　
つ
い
て
は
見
解
を
異
に
す
る
も
の
の
、
全
て
一
致
し
て
三
鎮
を
め
ざ
し
た
と
す

　
　
が
、
兵
力
不
明
の
多
胡
古
麻
呂
も
同
程
度
の
兵
力
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
　
る
の
も
そ
の
故
で
あ
り
、
筆
者
に
お
い
て
も
異
論
は
な
い
。
そ
し
て
三
鎮
陥
落

　
　
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
す
れ
ば
少
な
く
と
も
一
万
数
千
の
軍
勢
を
動
員
し
た
と
　
後
の
進
発
で
あ
れ
ぽ
、
小
田
、
長
両
氏
の
説
く
如
く
三
鎮
の
奪
回
な
い
し
状
況

　
　
考
え
ら
れ
る
が
、
弘
仁
四
年
官
符
に
み
ら
れ
る
三
前
三
後
の
兵
士
は
計
一
万
七
　
た
て
直
し
が
目
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
成
功
し
な
か
っ
た
の
は
明

樹
千
一
百
人
で
あ
在
咽
）
ま
た
天
平
宝
字
五
年
西
海
道
節
度
使
吉
備
真
備
任
命
に
際
　
ら
か
で
、
そ
の
原
因
は
豊
前
郡
司
層
の
離
反
に
あ
る
。
豊
後
国
経
由
、
田
河
道

　
　
し
て
検
定
さ
れ
た
筑
前
、
筑
後
、
肥
後
、
豊
前
、
豊
後
、
日
向
、
大
隅
、
薩
摩
　
経
由
が
ど
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
に
せ
よ
、
離
反
郡
司
勢
力
圏
の
真
只
中
を
通
る
、

秀
八
国
の
兵
士
は
元
二
千
吾
人
で
あ
る
こ
と
よ
仁
囑
）
西
海
道
兵
士
総
数
竺
こ
と
に
な
る
。
広
嗣
側
は
強
行
突
破
可
能
と
み
て
の
進
発
で
あ
．
た
ろ
う
が
、

廉
万
五
丁
二
万
程
度
で
あ
三
ろ
う
こ
と
饒
に
指
摘
さ
れ
て
い
毒
従
っ
て
結
果
は
鎮
所
未
到
」
の
証
頭
に
示
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
っ
た
．
し
か
し
な
が
ら
　
8

口
輔
竃
㏄
鷲
鷲
擁
竃
ほ
籔
㌶
霞
鷺
雛
㌶
蘇
鮭
鷲
運
語
澆
霞
擾
竃

　
　
嗣
挙
兵
の
報
に
接
し
た
政
府
は
即
座
に
（
お
ま
か
に
も
素
早
く
遠
）
勅
を
以
っ
て
　
問
と
し
た
「
合
流
」
も
、
か
く
考
え
る
な
ら
ば
可
能
で
あ
り
、
一
万
と
い
う
数

　
　
東
海
、
東
山
、
山
陰
、
山
陽
、
南
海
五
道
の
軍
一
万
七
千
人
を
徴
発
せ
ん
と
し
　
も
誇
張
は
あ
る
に
せ
よ
合
理
的
に
解
釈
し
う
る
。
い
さ
さ
か
推
測
に
す
ぎ
る
か

　
　
た
が
、
た
と
え
軍
団
制
廃
止
の
時
期
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
九
月
二
十
二
日
の
渡
　
も
し
れ
な
い
が
板
横
河
会
戦
で
の
広
嗣
軍
の
構
成
を
か
く
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　
　
海
に
は
四
千
人
、
十
月
六
日
ご
ろ
に
想
定
さ
れ
る
板
積
河
会
戦
に
お
い
て
も
、

　
　
六
千
余
人
し
か
結
集
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
二
鎮
防
備
及
び
大
将
軍
　
　
　
　
　
　
四
、
ま
と
め
に
か
え
て

　
　
大
野
東
人
の
手
元
に
残
る
兵
力
を
い
れ
て
も
総
数
一
万
に
満
た
な
い
の
が
政
府

　
　
軍
の
実
状
で
あ
っ
た
ろ
う
。
政
府
軍
に
し
て
こ
の
有
様
で
あ
れ
ば
、
広
嗣
が
ど
　
　
以
上
、
多
分
の
推
測
を
交
え
つ
つ
広
嗣
の
行
動
軌
跡
を
追
っ
て
み
た
。
政
府

　
　
の
よ
う
な
準
備
を
し
・
ど
の
よ
う
な
名
臨
津
よ
っ
て
召
集
し
た
に
せ
よ
、
全
西
　
軍
の
活
動
、
板
積
河
会
戦
以
後
の
広
嗣
に
関
し
て
は
、
三
鎮
攻
略
の
件
を
除
い

　
　
海
道
兵
士
に
匹
敵
す
る
員
数
を
挙
兵
時
に
用
意
し
得
た
と
は
思
え
な
い
。
九
月
　
て
栄
原
氏
の
整
理
に
異
存
は
な
い
。
結
果
と
し
て
先
行
諸
説
に
拠
り
か
か
り
、

　
　
中
旬
に
至
っ
て
も
遠
珂
郡
家
に
て
兵
を
徴
発
し
て
い
る
ー
せ
ざ
る
を
得
な
か
　
些
細
な
言
質
を
と
ら
え
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
象
を
追
認
す
る
に
と
ど



　
　
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
広
嗣
の
乱
が
多
彩
な
内
容
を
有
し
、
単
に
八
　
　
　
　
の
ち
「
律
令
時
代
の
国
防
と
峰
燧
の
制
」
と
改
題
し
『
律
令
諸
制
及
び
令
外
官
の

　
　
世
紀
政
治
史
上
の
一
事
件
に
と
ど
ま
ら
ず
、
橘
諸
兄
政
権
論
、
大
宰
府
の
管
内
　
　
　
研
究
』
一
九
六
七
年
に
所
収
。
）

　
　
支
配
権
、
天
平
期
の
軍
制
及
び
大
宰
府
の
軍
事
権
、
九
州
各
地
域
と
畿
内
政
権
　
　
　
1
0
　
9
滝
川
論
文
お
よ
び
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
補
注

と
の
関
連
等
々
か
ら
北
部
九
州
と
新
羅
と
の
関
係
に
ま
で
論
が
及
ん
で
い
る
u
九
訓
鐸
雄
「
上
代
に
お
け
る
大
宰
府
と
豊
｝
別
」
（
『
九
州
史
学
二
。
一

　
　
現
況
に
お
い
て
は
、
乱
の
経
過
の
確
定
あ
る
い
は
生
起
す
る
諸
問
題
の
指
摘
な
　
　
　
1
2
　
『
続
日
本
紀
』
同
日
条

　
　
ど
は
、
な
お
、
無
意
味
で
は
な
い
と
思
う
。
あ
え
て
小
稿
を
草
す
る
に
至
っ
た
　
　
　
1
3
　
久
米
邦
武
『
奈
良
朝
史
』
一
九
〇
七
年

　
　
次
第
で
あ
る
。
諸
賢
の
御
批
判
を
賜
わ
れ
ぽ
幸
い
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
栄
原
「
前
掲
論
文
」
五
一
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5
　
渡
辺
正
気
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

　
　
　
1
　
広
嗣
の
乱
を
主
題
と
し
た
論
文
は
北
山
茂
夫
「
七
四
〇
年
の
藤
原
広
嗣
の
叛
乱
」
　
　
　
1
7
　
早
川
庄
八
「
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳
の
研
究
」
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念

噸
㌔
雛
竃
籠
殼
8
8
鷺
詑
竃
鷲
賢
許
躰
竃
轄
口
鮎
麿
）
つ
い
†
三
東
北
婁
料
館
研

礎
　
　
　
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
掲
栄
原
論
文
に
委
ね
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
究
紀
要
』
六
　
一
九
八
〇
年
）

喧
2
坂
本
太
郎
「
藤
原
広
嗣
の
乱
と
そ
の
史
料
」
（
高
柳
光
寿
博
士
頚
寿
記
念
『
戦
　
日
現
在
の
板
櫃
川
は
北
九
州
市
小
倉
北
区
愛
宕
と
板
櫃
町
と
の
間
を
流
れ
晶
港
　
9

蹴
3
乱
戴
堅
離
巖
鷲
離
ゴ
糞
甦
籠
上
　
鷲
竃
霞
竃
齢
鱗
編
露
㌔
纏
鷺

螂
甦
建
畔
↑
誌
嘉
㌶
遠
‥
運
三
九
州
史
学
』
七
㌶
軽
誤
鋲
雛
難
に
㎝
鷺
竃
藷

　
　
　
4
　
史
料
E
に
よ
る
来
帰
郡
司
兵
力
は
六
百
五
十
人
以
上
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
五
位
以
上
官
人
が
使
用
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
を
ひ
く
発
見
で

　
　
　
5
　
丸
山
二
郎
「
藤
原
広
嗣
の
乱
と
鎮
西
府
」
（
『
歴
史
教
育
』
三
－
五
　
一
九
五
　
　
　
　
あ
る
。
（
北
九
州
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
『
埋
蔵
文
化
財
調
査
室
年
報
1
』
昭
和

　
　
　
　
五
年
）
、
竹
尾
幸
子
「
広
嗣
の
乱
と
筑
紫
の
軍
制
」
（
『
古
代
の
日
本
』
3
九
州
　
　
　
　
　
五
十
八
年
度
　
一
九
八
五
年
）
。
一
方
、
旧
板
櫃
川
東
岸
五
、
六
百
米
の
所
に
は
、

　
　
　
　
　
一
九
七
〇
年
）
、
平
野
邦
雄
・
飯
田
久
雄
『
福
岡
県
の
歴
史
』
一
九
七
四
年
な
ど
。
　
　
　
　
後
世
小
倉
城
が
築
か
れ
て
い
る
が
、
板
積
鎮
の
候
補
地
と
し
て
も
参
考
に
な
る
。

　
　
　
6
　
横
田
健
一
「
天
平
十
二
年
藤
原
広
嗣
の
乱
の
一
考
察
」
（
『
律
令
国
家
の
基
礎
　
　
　
2
0
　
前
掲
竹
尾
論
文
、
青
木
和
夫
『
奈
良
の
都
』
（
中
央
公
論
社
版
『
日
本
の
歴
史
』

　
　
　
　
構
造
』
一
九
六
〇
年
、
の
ち
同
氏
『
白
鳳
天
平
の
世
界
』
一
九
七
三
年
所
収
）
。
　
　
　
　
3
　
一
九
六
五
年
）
な
ど
に
は
地
図
化
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
7
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
　
長
洋
一
「
前
掲
論
文
」

　
　
　
8
　
反
乱
軍
の
大
部
分
は
隼
人
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
が
（
卯
野
木
盈
二
「
藤
原
広
　
　
　
2
2
　
青
木
和
夫
『
前
掲
書
』

　
　
　
　
嗣
の
乱
と
隼
人
」
『
九
州
史
学
』
一
六
、
一
九
六
〇
年
）
疑
問
。
た
だ
し
広
嗣
が
　
　
　
2
3
　
続
紀
十
月
九
日
条
を
検
ず
る
か
ぎ
り
、
大
野
東
人
は
会
戦
に
参
加
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
隼
人
軍
に
寄
せ
た
期
待
度
は
別
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
　
注
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

3
1
@
　
　
9
　
滝
川
政
次
郎
「
上
代
蜂
燧
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
一
－
一
〇
　
一
九
五
二
年
1
　
　
　
2
5
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
十
一
月
丁
酉
条



3
2
@
　
　
2
6
　
竹
尾
幸
子
「
前
掲
論
文
」

　
　
　
2
7
　
こ
の
時
期
、
筑
紫
防
人
は
停
止
さ
れ
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
九
月
癸
巳
条
）

　
　
　
　
本
郷
に
帰
さ
れ
て
い
る
（
「
周
防
国
天
平
十
年
正
税
張
」
）
。

　
　
　
2
8
　
政
府
側
は
反
乱
を
予
期
し
、
む
し
ろ
挑
発
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
坂
本
氏
の

　
　
　
　
指
摘
さ
え
あ
る
（
注
2
「
前
掲
論
文
」
）
。

　
　
　
2
9
　
広
嗣
が
い
か
な
る
名
目
の
下
に
、
い
か
な
る
権
限
を
も
っ
て
兵
を
徴
集
し
た
の

　
　
　
　
か
は
、
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

樹
　
　
〔
付
記
〕
本
稿
は
一
九
八
七
年
度
九
州
史
学
研
究
△
芙
会
（
一
九
八
七
・
十
・

十
八
　
於
　
九
州
大
学
）
に
て
「
藤
原
広
嗣
の
乱
の
再
検
討
」
と
題
し
て
口
頭

発
表
し
た
中
の
一
部
で
あ
る
。
席
上
御
助
言
を
賜
っ
た
会
員
諸
氏
に
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。

秀條

1
0

北


